
文・写真　日本銀行金融研究所貨幣博物館

nikkin money 2015.4

江
戸
時
代
に
は
、全
国
で
通
用
す
る
金
銀
銭
貨
の
ほ
か
、特
定
の

地
域
で
使
わ
れ
た
藩
札
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
貨
幣
が
流
通
し
、そ
の

交
換
比
率
も
日
々
変
動
し
ま
し
た
。
地
域
に
よって
主
と
し
て
使
わ

れ
る
貨
幣
が
異
なっ
た
こ
と
か
ら
、地
域
を
ま
た
い
で
活
動
す
る
人
々

が
貨
幣
を
使
う
た
め
に
、両
替
が
必
要
で
し
た
。

両
替
商
は
、異
な
る
種
類
の
貨
幣
の
交
換
だ
け
で
な
く
、遠
隔
地

間
で
商
人
同
士
が
資
金
の
や
り
と
り
を
す
る
際
に
、現
金
輸
送
に
代

え
て
為
替
に
よ
る
取
引
も
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、諸
藩
の
大
名
が
、

領
民
か
ら
受
け
取
った
年
貢
米
が
換
金
さ
れ
る
ま
で
の
間
、日
常
の
出

費
の
支
払
い
の
た
め
の
資
金
を
必
要
と
す
る
場
合
に
貸
出
を
行
って
い

ま
し
た
。
さ
ら
に
大
坂
の
町
人
た
ち
は
両
替
商
に
金
を
預
け
、そ
れ

を
担
保
に「
振
手
形
」を
発
行
し
、現
金
の
か
わ
り
に
支
払
い
に
使
って

い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
大
坂
を
始
め
と
す
る
大
都
市
の
両
替
商
は
、自
ら
の

信
用
に
基
づ
き
、今
日
の
銀
行
と
同
じ
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
、貨
幣
の
流
通
だ
け
で
な
く
、江
戸
時
代
の
活
発
な
商
品

流
通
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

ま
た
両
替
以
外
の
商
売
を
兼
ね
る
両
替
商
も
多
く
み
ら
れ
ま
し

た
。
全
国
の
城
下
町
や
宿
場
町
な
ど
に
も
両
替
商
が
で
き
、そ
の
多

く
は
、商
人
・
宿
屋
な
ど
が
兼
営
し
た
も
の
で
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

—

貨
幣
・
商
品
流
通
を
支
え
た
商
人—
両
替
商

お
か
ね
今
昔
物
語

【振手形】
大坂の町人丹波屋徳兵衛が船
（明神丸）への支払いを両替商
（播磨屋忠兵衛）に対して依頼
した手形。

【両替商の天秤・分銅】
重さを計って使う銀貨が使わ
れていたため、天秤と分銅は
両替商にとって不可欠だっ
た。分銅は大判座の後藤家が
製作したものに限られた。

【浪花名所図絵・順慶町夜見世之図】歌川広重
大坂順慶町の夜店が立ち並ぶ風景の左奥に「銭小うり」の看板がみえる。人が往来する町に
はこのような小銭の両替商がみられた。
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日
本
で
は
、7
世
紀
末
に
律
令
国
家
が
銭
貨
を
製
造
・
発
行
し
て

か
ら
、19
世
紀
後
半
に
明
治
政
府
が
西
洋
式
貨
幣
の
製
造
法
を
導

入
す
る
ま
で
の
約
1
2
0
0
年
間
、丸
く
て
中
央
に
四
角
い
穴
が
あ

い
た
形
の
銭
貨
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
形
の
銭
貨
が
は
じ
め
て

つ
く
ら
れ
た
の
は
、紀
元
前
3
世
紀
の
中
国
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
国
の
資
料
に
は
、銭
貨
の
形
は
、円
形（
丸
）は
天
、方
形（
四
角
）

は
地
を
表
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、こ
う
し
た
中
国
の
制
度
を
取

り
入
れ
た
日
本
や
東
ア
ジ
ア
諸
国
も
同
じ
形
の
銭
貨
を
使
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

江
戸
幕
府
は
、寛
永
通
宝
な
ど
の
銭
貨
を
つ
く
る
た
め
、様
ざ
ま

な
技
術
を
持
つ
専
門
家
を
集
め
、全
国
に
銭
座
を
つ
く
り
ま
し
た
。

『
鋳
銭
図
解
』に
は
、銭
貨
を
つ
く
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
金

属
を
流
し
込
む
鋳
型
を
つ
く
る
た
め
、砂
の
表
面
に
銭
貨
を
並
べ
、そ

の
上
か
ら
も
う一方
の
型
を
押
し
つ
け
、形
を
写
し
と
り
鋳
型
を
つ
く

り
ま
す
。
鋳
型
に
金
属
を
流
し
、枝
状
に
な
って
い
る
銭
貨
を
取
り

出
し
て
、中
央
の
穴
に
四
角
い
棒
を
通
し
、は
み
出
し
た
銭
貨
の
周
り

の
金
属
を
削
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、銭
貨
の
中
央
に
あ
る
四
角
い
穴

は
、縁
を
磨
く
際
に
銭
貨
が
回
転
し
な
い
よ
う
固
定
で
き
、都
合
が

良
かった
と
い
え
ま
す
。
こ
の
銭
貨
のつ
く
り
か
た
は
古
代
か
ら
基
本

的
に
変
わ
ら
な
かった
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

銭
貨
の
形
と
つ
く
り
か
た

お
か
ね
今
昔
物
語

【文久永宝　枝銭】
表裏二枚一組の鋳型に溶かした金
属を流し込み、冷えて固まった後
に取り出したもの。金属の流れた
道が枝のように見え、先に銭貨が
できている。

【寛永通宝　銅銭】
円形で四角い穴があいた形状は日本の古代に発行された
富本銭や和同開珎から変わらない。

（表） （裏）

【鋳銭図解】
現在の宮城県石巻市にあった銭座で寛永通宝をつくる様子を描いた絵巻物。一枚ずつ切り
取った銭貨の中央の穴を四角く整え、四角い棒に通して周りを削り円形に整えている。
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江
戸
時
代
に
は
、商
品
取
引
が
盛
ん
に
な
り
、人
々
が
貨
幣
を
使

う
機
会
が
増
え
、特
に
小
さ
い
額
面
の
貨
幣
へのニ
ー
ズ
が
高
ま
って
い

き
ま
し
た
。
幕
府
が
製
造
し
た
金
貨
・
銀
貨
・
銭
貨
の
う
ち
、日
々

の
支
払
い
に
は
主
に
銭
貨
が
使
わ
れ
ま
し
た
が
、江
戸
時
代
の
中
頃

か
ら
は
１
両
の
8
分
の
1
の
2
朱
や
そ
の
半
分（
1
両
の
16
分
の
1
）

の
１
朱
と
いった
、比
較
的
小
額
面
の
金
貨
や
銀
貨
も
多
く
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
幕
府
が
発
行
し
た
貨
幣
総
額
に
占
め
る
小
額

の
貨
幣
の
割
合
は
、時
代
が
下
る
ほ
ど
増
大
し
ま
し
た
。

幕
府
は
、江
戸
時
代
初
め
に
は
重
さ
を
計って
使
う
秤
ひ
ょ
う
り
ょ
う量
貨
幣
で

あ
っ
た
銀
貨
を
、小
額
取
引
に
便
利
な
計
数
貨
幣
で
発
行
す
る
よ
う

に
な
り
、1
7
7
2
年
に
は
計
数
銀
貨
で
あ
る
二
朱
銀
を
発
行
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
金
貨
の
補
助
貨
幣
と
し
て
発
行
さ
れ
た
銀
貨
で
し
た
。

農
業
に
お
け
る
商
品
生
産
が
広
が
り
、経
済
的
な
ゆ
と
り
を
持
つ

人
が
増
え
て
く
る
と
、寺
社
参
詣
や
物
見
遊
山
な
ど
名
所
旧
跡
を
巡

る
旅
が
人
々
の
間
で
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
旅
に
出
る
と
き
に
全
て
の

貨
幣
を
銭
貨
で
持
つ
と
重
く
て
か
さ
ば
る
た
め
、人
々
は
二
朱
銀
の
よ

う
な
小
額
の
金
銀
貨
を
少
し
ず
つ
銭
貨
に
両
替
し
な
が
ら
、わ
ら
じ

の
代
金
や
宿
代
な
ど
を
支
払
い
ま
し
た
。
金
銀
貨
を
持
ち
歩
く
際
に

は
、盗
難
や
強
盗
に
遭
う
の
を
避
け
る
た
め
、見
た
目
は
脇
差
な
ど
の

形
を
し
た
貨
幣
入
れ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

小
額
の
貨
幣
の
普
及

お
か
ね
今
昔
物
語

【鐔
つば

型貨幣入れ】
刀の鐔の中に二分金などを入れ
られるようにつくられている。

【脇
わきざし

差型貨幣入れ】
外観は脇差（小刀）で、小型の金銀貨などが入れられるように工夫されている。

【明和南鐐二朱銀】1772年発行
「南鐐」とは良質の銀貨を意味する。「8枚をもって小判1両
に換える」との文言が記載されている計数銀貨。
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江
戸
時
代
後
期
に
は
、寺
社
参
詣
や
名
所
を
巡
る
旅
が
人
々
の
間

で
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
交
通
や
宿
泊
の
便
が
良
く
な
り
、名
所
図

会
な
ど
の
ガ
イ
ド
ブック
も
多
く
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
道
中
日
記
」な
ど
の
江
戸
時
代
の
旅
人
の
記
録
を
み
る
と
、道
中

の
名
産
品
を
食
べ
歩
き
な
が
ら
、伊
勢
参
り
へ
向
かった
様
子
が
読
み

取
れ
ま
す
。

東
海
道
を
旅
し
た
あ
る
記
録
に
は
、道
中
の
飲
食
代
と
し
て「
み

た
ら
し
20
文
」「
も
ち
13
文
」「
酒
90
文
」、旅
の
身
支
度
と
し
て「
わ
ら

じ
12
文
」、交
通
費
と
し
て「
大
井
川
渡
し
４
８
９
文
」、宿
泊
費
と
し

て「
浜
松
泊
り
２
０
０
文
」な
ど
の
支
払
い
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
ほ

か
安
倍
川
餅
を
食
べ
た
り
、熱
田
神
宮
で
賽さ
い
せ
ん銭
を
投
げ
た
り
と
、旅

を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
窺
え
ま
す
。

ま
た
旅
の
指
南
書
に
は
、「
心
付
け（
チ
ッ
プ
）を
二
、三
文
多
く
払

え
ば
、旅
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
」と
、現
代
に
も
通
じ
る
旅
の
心
得
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
弥
次
さ
ん
、喜
多
さ
ん
で
お
な
じ
み
の『
東
海
道

中
膝
栗
毛
』に
も
、心
付
け
を
支
払
う
場
面
が
あ
り
ま
す
。
安
倍
川

の
渡
し
で
、人
足
と
料
金
交
渉
を
し
て
、肩
車
で
１
人
64
文
と
決
ま

り
ま
す
。
前
日
の
雨
で
水
勢
が
強
く
、渡
り
終
わって
安
堵
し
、64
文

の
他
に
心
付
け
を
16
文
ず
つ
渡
し
ま
し
た
。『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』

に
は
、お
金
に
ま
つ
わ
る
場
面
が
度
々
出
て
き
ま
す
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

江
戸
時
代
の
旅
と
貨
幣

お
か
ね
今
昔
物
語

【成田山参詣小金原之図】
1855（安政2）年
歌川国貞2代（1823〜1880年）
成田山新勝寺（千葉県）へ向かう
旅人（左端）の持つ銭さしから銭
が落ちている場面。19世紀に入
ると、江戸から3泊4日での成田
山参詣の旅が盛んとなった。

【道中日記】
江戸時代後期
旅 で の 支 払 い の 記
録。品名と値段が書
かれている。

【五十三次内 程かや】1854（安政元）年
中央に銭さしが描かれている。「弥二」「喜太八」の名前があ
り、程ヶ谷の場面として描かれているが、『東海道中膝栗毛』
では追分（三重県四日市市）の場面。

「盗人に追分なれやまんぢうのあんのほかなる初尾（初穂）と
られて」
弥次は茶屋で、金比羅参りの格好をした「手品つかひ」に一
杯食わされ、まんじゅうの大食い競争となり、金比羅様への
初穂料300文とまんじゅう代233文を払うことになる。

東京都中央区日本橋本石町 1-3-1
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江
戸
時
代
に
は
、現
在
の
宝
く
じ
と
同
じ
よ
う
に
、番
号
入
り
の
札

「
富
札
」を
販
売
し
、抽
選
を
行
い
、当
選
者
に
賞
金
を
支
払
う
く
じ

が
あ
り
、「
富
」「
富と
み
つ
き突

」「
富
く
じ
」な
ど
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

幕
府
は
、賭
博
の
側
面
が
強
い
と
し
て
、富
く
じ
を
統
制
し
ま
し

た
。
し
か
し
、幕
府
が
財
政
難
に
な
る
中
で
、寺
社
の
建
物
の
修
繕
費

への
補
助
を
削
減
す
る
た
め
、寺
社
に
富
く
じ
を
許
可
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
江
戸
・
大
坂
・
京
都
を
中
心
に
行
わ
れ
、

「
御ご
め
ん
と
み

免
富
」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

江
戸
の
富
く
じ
は
19
世
紀
前
半
に
全
盛
期
を
迎
え
、年
間
１
２
０

回
に
お
よ
び
ま
し
た
。
３
日
に
１
回
の
割
合
で
江
戸
市
中
の
ど
こ
か
で

抽
選
会（
富
と
み
つ
き
こ
う
ぎ
ょ
う

突
興
業
）が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

境
内
な
ど
で
行
わ
れ
た
富
く
じ
の
抽
選
会
に
は
、一攫
千
金
を
夢
見

て
多
く
の
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。
最
高
賞
は
１
０
０
両
程
度
の
こ
と

が
多
かった
よ
う
で
す
。
抽
選
会
で
は
、番
号
の
書
か
れ
た
木
札
を
箱

に
入
れ
、箱
の
穴
か
ら
錐き
り
で
木
札
を
突
い
て
当
た
り
の
番
号
を
決
め
、

当
た
り
の
富
札
を
持って
い
た
人
に
賞
金
を
支
払
い
ま
し
た
。

実
際
に
は
、富
札
は
１
枚
金
２
朱（
１
両
の
８
分
の
１
）な
ど
、庶
民

に
は
高
価
な
も
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
、庶
民
は
、富
札
屋
か
ら
１
枚

の
富
札
の
権
利
を
分
割
し
て
買
い
や
す
く
し
た「
四
人
割
」「
十
人
割
」

な
ど
の
割
札
を
購
入
し
、想
い
を
札
に
託
し
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す —

富
く
じ—
江
戸
時
代
の
宝
く
じ

お
か
ね
今
昔
物
語

【熊本藤崎社千両富場之図】
藤崎八幡宮（現熊本県）での富突興業
の様子を描いた錦絵。

【富札】　湯島天神（左）、（割札）谷中感応寺（右）
右は、本郷の富札屋が１枚の富札を元に発行した谷中感応寺十
人割の割札。谷中感応寺、目黒瀧泉寺、湯島天神は「江戸三富」と
呼ばれ、富突が行われる場所として有名であった。

【浪花福冨舞臺図絵】柳斎重春（1802〜1852年）
大坂での富突興業（抽選会）の様子を描いた錦絵。一番右には抽選用の木の箱が置かれ、中央の
絵の舞台前方の人が左手に持っている錐の先には当選番号の木札が描かれている。
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貨
幣
は
昔
も
今
も
、経
済
取
引
だ
け
で
な
く
献
上
、祝
儀
、餞
別

と
いっ
た
贈
答
・
儀
礼
の
場
面
で
も
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
で

は
、貨
幣
が
儀
礼
で
使
わ
れ
る
際
、和
紙
に
包
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、

現
在
で
も
冠
婚
葬
祭
の
場
で
そ
の
名
残
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

砂
金
は
古
代
か
ら
和
紙
な
ど
に
包
み
、贈
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後

江
戸
時
代
に
入
り
、小
判
や
二
分
金
な
ど
重
さ
や
形
が
定
め
ら
れ
た

金
貨
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、幕
府
へ
金
貨
を
納
め
る（
上

納
）際
に
は
、金
貨
を
和
紙
で
包
み
、金
座
役
人
の
後
藤
家
が
表
書

き
と
封
印
を
し
た
包
金
を
使
い
ま
し
た
。

丁
銀
や
豆
板
銀
な
ど
の
銀
貨
は
毎
回
重
さ
を
量
って
使
う
貨
幣

で
、そ
の
ま
ま
使
う
に
は
不
便
で
し
た
。
そ
の
た
め
、銀
貨
を
和
紙
で

包
ん
だ
包
銀
が
上
納
だ
け
で
な
く
贈
答
や
取
引
の
場
面
で
用
い
ら
れ

ま
し
た
。一定
の
重
さ
の
銀
貨
を
包
み
、銀
座
の
役
人
な
ど
が「
銀
五

百
目
」、「
銀一枚
」な
ど
と
表
書
と
封
印
を
し
ま
し
た
。
単
位「
枚
」

は
銀
貨
の
枚
数
で
は
な
く
、重
さ
の
単
位（
１
枚
＝
43
匁
、１
６
１
グ
ラ

ム
）で
、贈
答
の
場
面
で
好
ま
れ
て
使
わ
れ
ま
し
た
。

現
代
で
も
、金
融
機
関
が
封
を
し
た
札
束
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、包
金
銀
に
つい
て
も
封
印
は
両
替
屋
が
行
う
こ
と
も

あ
り
、そ
の
信
用
力
が
高
い
た
め
通
常
は
封
印
さ
れ
た
ま
ま
授
受
さ

れ
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

儀
礼
の
場
面
で

使
わ
れ
る
貨
幣

お
か
ね
今
昔
物
語

【包銀】丁銀を包んだもの。

【包金】小判50枚を包んだもの。

【役者絵　尾上松助 和田しづま】19世紀前半
敵討に向かう和田しづまに、主君誉田内記が餞
別の小判包みを与える場面。

東京都中央区日本橋本石町 1-3-1
http://www.imes.boj.or.jp/cm/ 
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日
本
で
は
古
く
か
ら
、幸
福
や
商
売
繁
盛
を
願
い
種
々
の
神
に
祈

る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
大
黒
や
恵
比
寿
な
ど
の
七
福
神
信
仰
は
、

日
本
古
来
の
信
仰
と
海
外
の
宗
教
が
合
わ
さっ
た
も
の
で
す
。
特
に
、

豊
作
・
豊
漁
や
商
売
の
神
と
さ
れ
た
大
黒
と
恵
比
寿
は
縁
起
物
と
し

て
掛
け
軸
に
描
か
れ
る
な
ど
、広
く
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
後
期
、錦
絵
が
広
く
普
及
す
る
と
、富
の
象
徴
と
し
て

小
判
な
ど
の
金
貨
や
千
両
箱
、米
俵
な
ど
と
共
に
七
福
神
を
描
い
た

錦
絵
が
多
く
刷
ら
れ
ま
し
た
。
七
福
神
や
財
宝
を
乗
せ
た
宝
船
を

描
い
た
絵
を
正
月
に
枕
の
下
に
敷
い
て
寝
る
と
、良
い
初
夢
を
み
ら
れ

る
と
信
じ
ら
れ
、宝
船
を
描
い
た
錦
絵
を
売
り
歩
く
宝
船
売
り
は
正

月
の
江
戸
の
風
物
詩
で
し
た
。

大
黒
な
ど
の
福
の
神
は
貨
幣
そ
の
も
の
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
使
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
か
ら
銀
座
の
経
営
を
任
せ
ら
れ
た
湯
浅
氏

は
、徳
川
氏
か
ら「
大
黒
」の
姓
を
与
え
ら
れ
、彼
のつ
く
っ
た
丁
銀
や

豆
板
銀
に
は
、「
大
黒
」の
姿
の
極
印
を
打
っ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ

ま
す
。
ま
た
江
戸
時
代
に
各
藩
が
発
行
し
た
紙
幣
に
も
、大
黒
や

恵
比
寿
な
ど
の
福
の
神
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、明
治
時
代
に
は
い
る
と
国
立
銀
行
券
の
裏
面
に
は
恵
比

寿
が
描
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
最
初
の
日
本
銀
行
券
に
は
す
べ
て
の
券

種
に
大
黒
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ「
大
黒
札
」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

富
へ
の
願
い
と
福
の
神

お
か
ね
今
昔
物
語

【
藩
札 

（
大
黒
）】

【
藩
札 

（
大
黒
・
え
び
す
）】

【
二
福
神
あ
そ
び
図 

四
海
波
】池
田
英
泉

【七福神宝の入船】歌川広重（三代）

【豆板銀 （大黒）】

東京都中央区日本橋本石町 1-3-1
http://www.imes.boj.or.jp/cm/ 

〈日本銀行金融研究所貨幣博物館〉



文・写真　日本銀行金融研究所貨幣博物館

nikkin money 2015.11

人
々
は
昔
か
ら
、お
金
を
巾
着
袋
な
ど
の
財
布
に
入
れ
て
持
ち
歩

き
、ま
た
壺
や
箱
な
ど
に
入
れ
て
貯
め
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
入
り
、金
貨
・
銀
貨
・
銭
貨
と
と
も
に
藩
札
な
ど
の

紙
幣
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
と
、そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
巾
着

袋
の
ほ
か
、鼻
紙
な
ど
を
入
れ
る
懐
中
用
の
袋
で
あ
る「
紙か
み
い
れ入
」が
財

布
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
は
、新
た

に
発
行
さ
れ
た
お
金
の
形
に
合
わ
せ
た
財
布
や
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ

た
パ
ー
ツ
を
使
って
作
ら
れ
た「
が
ま
ぐ
ち
」が
登
場
し
ま
し
た
。

人
々
は
、そ
の
時
々
の
流
行
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、錦
や
ビ
ロ
ー
ド

な
ど
の
高
級
織
物
の
ほ
か
、籐と
う
や
革
と
いっ
た
様
ざ
ま
な
素
材
か
ら
作

ら
れ
た
財
布
を
使
い
ま
し
た
。
財
布
の
中
に
は
、金
具
な
ど
に
工
夫

を
こ
ら
し
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

お
金
を
貯
め
る
た
め
の
貯
金
箱
は
、明
治
時
代
に
貯
蓄
の
習
慣
と

と
も
に
広
がって
い
き
ま
し
た
。
初
期
の
貯
金
箱
は
陶
製
の
郷
土
人

形
に
お
金
を
入
れ
る
口
を
つ
け
た
簡
単
な
も
の
で
し
た
が
、時
代
を
経

る
につ
れ
て
形
や
素
材
が
多
様
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

郷
土
人
形
・
玩
具
な
ど
の
流
れ
を
く
む
動
物
の
貯
金
箱
や
、銀
行

な
ど
が
宣
伝
を
兼
ね
て
顧
客
に
配
布
し
た
貯
金
箱
な
ど
を
み
る
と
、

そ
の
時
々
の
世
相
や
人
々
の
好
み
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

財
布
と
貯
金
箱

お
か
ね
今
昔
物
語

【紙入（鼻紙差し）】
紙入は、鼻紙や薬などを持ち歩くた
めの布や革製の袋だが、財布として
も使われた。

【胴
どうらん

乱】
腰に提げ、銭や薬などを入れた袋。
もとは鉄砲の弾丸入れとして用いら
れた。

【役者絵】
紙入から小判を出す様子。

【動物や宝珠をかたどった陶製の貯金箱】

東京都中央区日本橋本石町 1-3-1
http://www.imes.boj.or.jp/cm/ 
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１
８
５
８
年
、日
本
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
５
ヵ
国
と
通
商
条
約
を
結
び
、

そ
の
翌
年
に
横
浜
・
長
崎
・
箱
館
が
開
港
し
て
各
国
と
の
本
格
的
な

貿
易
が
始
ま
り
ま
し
た
。
生
糸
や
お
茶
な
ど
が
海
外
に
輸
出
さ
れ
る

一方
で
、武
器
、織
物
な
ど
様
ざ
ま
な
製
品
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
開
港
直
後
に
は
、輸
出
品
の
値
段
が
高
騰
し
、ま
た
国

内
と
海
外
で
金
銀
の
交
換
比
率
が
異
なって
い
た
こ
と
か
ら
、海
外
に

比
べ
割
安
な
金
貨
が
海
外
へ
流
出
し
ま
し
た
。
外
国
商
人
は
４
枚
の

洋
銀（
メ
キ
シ
コ
銀
）を
日
本
で
小
判
１
枚
に
交
換
し
海
外
へ
持
ち
出

せ
ば
、洋
銀
12
枚
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

江
戸
幕
府
は
金
貨
の
流
出
を
防
ご
う
と
１
８
５
９
年
の
開
港
日
前

日
に
、金
銀
の
交
換
比
率
を
海
外
に
近
づ
け
た
安
政
二
朱
銀
を
発
行

し
ま
し
た
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
激
し
く
反
対
を
受
け
、間

も
な
く
通
用
停
止
と
な
り
ま
し
た
。 

１
８
６
０
年
、幕
府
は
海
外
と
の
金
銀
比
価
を
調
整
し
た
金
貨
を

発
行
し
、よ
う
や
く
流
出
は
止
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
幕
末
の
内
戦

の
中
で
、含
ま
れ
る
金
の
量
を
減
ら
し
た
金
貨
を
幕
府
が
大
量
に
発

行
し
て
財
政
赤
字
を
賄った
こ
と
な
ど
か
ら
、激
し
い
イ
ンフ
レ
が
起
こ

り
ま
し
た
。
当
時
の
貨
幣
を
巡
る
混
乱
や
物
価
上
昇
に
つい
て
は
、

庶
民
の
目
か
ら
見
た
錦
絵
で
風
刺
さ
れ
ま
し
た
が
、こ
の
後
、江
戸

幕
府
の
貨
幣
制
度
は
崩
壊
に
向
か
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

開
港
と
物
価
の
高
騰

お
か
ね
今
昔
物
語

【樹上商易諸物引下図】1865年　歌川広重 三代
人々が値上がりした商品を木の上から引きずりおろそうとしている。一番左の絵には魚や野菜、
真ん中の絵には日本酒の酒樽、一番右の絵には米俵や日本茶の缶などが描かれている。

【洋銀 改三分定】1859年
アメリカの意向もあって、
海外から流入した洋銀に「銀
三分」として国内で通用する
ことを示す極印を打ち、通
用を認めたもの。結果的に
はあまり流通しなかった。

【万延小判（左） 天保小判（右）】
万延の改鋳（1860年）で、金貨
の重さを1/3とすることで、国
内金銀比価はようやく国際水
準になり、金貨の流出は収束に
向かった。

東京都中央区日本橋本石町 1-3-1
http://www.imes.boj.or.jp/cm/ 
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明
治
維
新
直
後
に
は
、江
戸
幕
府
が
発
行
し
た
貨
幣
、各
藩
が

発
行
し
た
藩
札
、明
治
政
府
が
発
行
し
た「
両
」単
位
の
紙
幣
や
金

銀
貨
な
ど
、様
ざ
ま
な
お
金
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
社
会
の
混
乱

が
続
く
な
か
で
、明
治
政
府
や
藩
な
ど
が
増
発
し
た
紙
幣
の
価
値
は

下
が
り
、貨
幣
の
偽
造
が
横
行
す
る
な
ど
、貨
幣
の
流
通
も
混
乱
し

ま
し
た
。

明
治
政
府
は
、１
８
７
１
年
の
新
貨
条
例
に
よ
り
金
貨
本
位
制

（
金
1
・
5ｇ
＝
１
円
）を
採
用
し
、全
国一律
の
貨
幣
単
位「
１
円
＝

１
０
０
銭
＝
１
千
厘
」が
誕
生
し
ま
す
。
政
府
は
こ
れ
に
基
づ
き
、

西
洋
式
製
法
に
よ
る
金
・
銀
・
銅
の
新
貨
幣
と
、「
大
蔵
省
兌
換
証

券
」な
ど
の
政
府
紙
幣
を
発
行
し
ま
し
た
。
当
初
の
政
府
紙
幣
は

江
戸
時
代
に
発
行
さ
れ
て
い
た
藩
札
の
形
式
と
同
じ
縦
型
で
し
た
。

政
府
は
、江
戸
幕
府
が
発
行
し
た
金
銀
銭
貨
や
各
藩
が
発
行
し

た
藩
札
、政
府
自
身
が
発
行
し
た「
両
」建
て
の
紙
幣
な
ど
を
回
収

し
種
類
ご
と
に
交
換
レ
ー
ト
を
定
め
て
円
単
位
の
貨
幣
と
引
き
換
え

ま
し
た
。
低
い
額
面
の
補
助
貨
幣
の
製
造
が
遅
れ
た
た
め
、江
戸
時

代
の
貨
幣
単
位
の
藩
札
に
、各
藩
札
の
交
換
レ
ー
ト
に
基
づい
た
新
単

位
の
銭
・
厘
の
額
面
の
印
を
押
し
て
流
通
さ
せ
ま
し
た
。一方
で
新
し

い
貨
幣
が
普
及
す
る
に
は
時
間
が
か
か
り
、「
円
」が
誕
生
し
た
後
し

ば
ら
く
の
間
、江
戸
時
代
に
発
行
さ
れ
た
貨
幣
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

「
円
」の
誕
生

お
か
ね
今
昔
物
語

【浪花名所之内川崎造幣局】長谷川貞信（二代）

【１円金貨】1871年発行

【新紙幣　明治通宝札】
1872年発行【明治新貨幣と両替屋】

【
新
額
面
の
大
蔵
省
印
を
押
し
た
藩
札
】
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幕
末
開
港
に
よ
り
海
外
と
の
貿
易
が
大
幅
に
拡
大
し
、国
内
の

産
業
も
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
金
融
面
で
支
え
る
た
め
、欧

米
を
モ
デ
ル
に
し
た
民
間
銀
行
が
各
地
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
バ
ン
ク
制
度
を
モ
デ
ル
と
し
た

民
間
の
銀
行「
国
立
銀
行
」に
は
、紙
幣
の
発
行
が
認
め
ら
れ
、最
終

的
に
１
５
３
行
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
新
設
銀
行
の
経
営
に
は
、欧

米
の
制
度
や
技
術
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、江
戸
時
代
か
ら
金
融

や
貨
幣
発
行
に
携
わ
って
き
た
両
替
屋
や
各
藩
出
身
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ

が
活
用
さ
れ
ま
し
た
。

１
８
７
７（
明
治
10
）年
に
明
治
政
府
の
方
針
に
反
対
す
る
旧
薩

摩
藩
士
族
の一部
が
西
南
戦
争
を
起
こ
し
ま
し
た
。
政
府
は
政
府
紙

幣
の
発
行
や
国
立
銀
行
か
ら
の
借
り
入
れ
に
よ
り
戦
費
を
調
達
し

ま
し
た
。
そ
の
た
め
紙
幣
価
値
が
下
落
し
物
価
は
高
騰
し
ま
し
た
。

ま
た
旧
薩
摩
藩
士
族
は
戦
費
調
達
の
た
め
に「
西
郷
札
」を
発
行
し

ま
し
た
。

１
８
８
１（
明
治
14
）年
に
大
蔵
卿（
現
在
の
財
務
大
臣
）に
就
任

し
た
松
方
正
義
は
、財
政
支
出
を
賄
う
た
め
の
不
換
紙
幣
の
増
発

が
紙
幣
価
値
下
落
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、松
方

正
義
は
、増
税
や
官
業
払
い
下
げ
に
よ
る
緊
縮
財
政
と
、増
発
さ
れ

た
紙
幣
の
回
収
を
進
め
、紙
幣
価
値
の
回
復
を
図
り
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

民
間
銀
行
の
広
が
り
と

内
戦
に
よ
る
紙
幣
価
値
の
下
落

お
か
ね
今
昔
物
語

【欲の戯ちから競】1880年
役人の服を着た紙幣が米俵に引きずられ、紙幣価値の下落と物価の高騰を示している。
明治政府が発行した金銀貨が洋服を着て紙幣を支えている。

【西郷札】

【
国
立
銀
行
紙
幣
】

【
政
府
紙
幣
】

 

神
功
皇
后
札
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１
８
８
２（
明
治
15
）年
、
各
地
に
あ
っ
た
民
間
銀
行
を
ひ
と
つ
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
結
び
つ
け
る
機
関
と
し
て
日
本
銀
行
が
設
立

さ
れ
ま
し
た
。
当
初
、
永
代
橋
際
に
あ
っ
た
建
物
を
仮
店
舗
と
し

て
開
業
し
、
現
在
の
日
本
橋
に
本
店
が
移
っ
た
の
は
辰
野
金
吾
設
計

に
よ
る
建
物
が
竣
工
し
た
１
８
９
６（
明
治
29
）年
の
こ
と
で
す
。

設
立
当
初
の
日
本
銀
行
は
、
銀
行
券
を
発
行
せ
ず
、
政
府
は
発

行
過
剰
と
な
っ
て
い
た
政
府
紙
幣
や
国
立
銀
行
紙
幣
の
回
収
に
努

め
ま
し
た
。
設
立
か
ら
３
年
後
の
１
８
８
５（
明
治
18
）年
、
銀
貨

と
紙
幣
の
価
格
差
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、日
本
銀
行
は
は
じ
め

て
兌
換
銀
行
券
を
発
行
し
、
紙
幣
の
発
行
を一元
的
に
行
う
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
当
時
の
銀
行
券
は
、
銀
貨
と
の
引
換
え
が
可
能
な

「
日
本
銀
行
兌
換
銀
券
」で
し
た
。

最
初
の
日
本
銀
行
券
は
、
百
円
券
、
十
円
券
、五
円
券
、一円
券

の
４
種
類
で
、「
お
雇
い
外
国
人
」で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
人
キ
ヨッ
ソ
ー

ネ
に
よ
って
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
大
黒
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

日
本
銀
行
券
の
発
行
が
増
え
る
に
つ
れ
、
そ
れ
ま
で
流
通
し
て
い

た
政
府
紙
幣
や
国
立
銀
行
紙
幣
の
回
収
が
進
み
、１
８
９
９（
明
治

32
）年
末
に
は
通
用
が
停
止
さ
れ
ま
す
。
以
降
、
紙
幣
は
日
本
銀

行
券
に
統
一さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
中
央
銀
行
が一
元
的
に
銀
行
券

を
発
行
す
る
し
く
み
が
整
い
ま
し
た
。

「
使
う
」「
貯
め
る
」
…
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

お
か
ね
は
「
昔
」
の
暮
ら
し
の
あ
り
よ
う

そ
れ
を
「
今
」
に
伝
え
る
物
語
で
す

日
本
銀
行
の
誕
生
と

日
本
銀
行
券
の
発
行

お
か
ね
今
昔
物
語

【永代橋際日本銀行の雪】1882年
永代橋際にあったレンガ造りの建物を仮店舗として開業した。

【最初の日本銀行券「大黒札」】
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